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第
三
章 

部
首
に
よ
る
合
理
的
な
漢
字
学
習
法 

      

や
さ
し
い
漢
字
の
覚
え
方 

 

漢
字
は
、
元
来
、
部
品
と
も
言
う
べ
き
〝
部
首
〟
を
合
理
的
に
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
て
い
っ
た
も
の
で

す
か
ら
、
そ
の
基
本
で
あ
る
部
首
の
持
つ
意
義
や
性
格
を
よ
く
理
解
し
、
そ
れ
を
土
台
に
し
て
体
系
的
に

論
理
的
に
学
習
し
て
い
き
ま
す
と
、
理
解
が
容
易
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
度
学
習
し
た
漢
字
は
し
っ

か
り
と
記
憶
に
と
ど
ま
っ
て
、
忘
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
今
ま
で
、
漢
字
学
習
と
言
え
ば
、
た
だ
が
む
し
ゃ
ら
な
反
復
練
習
に
よ
る
丸
暗
記
に
頼
っ

て
、
無
秩
序
な
学
習
を
強
制
し
て
来
ま
し
た
。
こ
れ
で
は
、
学
習
す
る
の
に
骨
が
折
れ
ま
す
し
、
ま
た
、

骨
を
折
っ
て
覚
え
て
も
、
じ
き
に
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

漢
字
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
、
部
首
と
呼
ば
れ
る
〝
部
品
の
組
み
合
わ
せ
〟
に
よ
っ
て
出
来
上
が

っ
て
い
ま
す
。た
と
え
ば
、
一
八
五
〇
字
の
当
用
漢
字
に
使
わ
れ
て
い
る
部
首
は
全
部
で
一
九
二
個
で
す
。
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つ
ま
り
一
九
二
個
の
部
品
を
い
ろ
い
ろ
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
八
五
〇
字
の
当
用
漢
字
が
出

来
上
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
勿
論
、
表
外
漢
字
を
含
め
ま
す
と
、
一
九
二
個
の
部
首
で
作
ら
れ
て
い
る
漢

字
は
、
数
千
字
に
も
上
る
で
し
ょ
う
。 

だ
か
ら
、
わ
ず
か
一
九
二
個
の
部
首
の
持
つ
意
味
や
性
格
を
理
解
す
る
だ
け
で
、
数
千
字
も
の
漢
字
の

意
味
や
読
み
方
を
推
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
す
。
部
品
に
は
、
意
味
を
持
っ
て
い
る
部
品
と
、
発

音
を
表
わ
す
部
品
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
か
ら
、
そ
の
漢
字
の
意
味
も
読
み
方
も
求
め
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
漢
字
を
、
そ
の
よ
う
な
部
首
の
知
識
も
な
し
に
、
た
だ
が
む
し
ゃ
ら

に
丸
暗
記
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
単
に
非
能
率
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
せ
っ
か
く
、
推
理
判
断
す
る
能

力
を
養
う
機
会
を
み
す
み
す
棄
て
る
も
の
で
す
。 

「
漢
字
は
字
形
が
複
雑
だ
か
ら
む
ず
か
し
い
」
と
、
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
漢
字
の 
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構
成
を
知
ら
な
い
か
ら
そ
う
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
漢
字
の
本
質
を
知
れ
ば
、
漢
字
ほ
ど
合
理
的
で
、
や

さ
し
く
覚
え
ら
れ
る
文
字
は
他
に
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

一
見
複
雑
に
見
え
る
字
で
も…

…
…

 

 

た
と
え
ば
〝
整
〟
と
い
う
漢
字
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
字
な
ど
は
、
大
変
字
形
が
複
雑

に
見
え
ま
す
が
、
英
語
に
直
し
ま
す
と
、to

 p
u
t

（th
in

g
s

）in
 o

rd
e
r

に
当
た
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
整

と
い
う
漢
字
一
字
に
、
少
な
く
と
も
、
英
語
のp

u
t, th

in
g
s, o

rd
e
r

と
い
う
三
つ
の
単
語
の
意
味
を
備

え
て
い
る
の
で
す
。 

〝
攵
〟
は
、
英
語
のp

u
t 

〝
束
〟
は
、th

in
g
s 

〝
正
〟
はo

rd
e
r

の
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
攵
は

で
手
に
棒
も
し
く
は
鞭
を
持
つ
形
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
だ
か
ら
、
〝
牧
〟
や
〝
教
〟
は
、
前
者
は 
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〝
牛
〟
に
、
後
者
は
〝
子
ど
も
〟
に
対
し
て
、
鞭
を
ふ
る
う
意
味
の
字
で
、
英
語
のp

u
t

に
当
た
る
も

の
で
す
。 

〝
束
〟
は
木
と
口（
○
）と
で
木
を
た
ば
ね
て
な
わ
を
か
け
た
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
、〝
木
の
た
ば
〟

と
い
う
意
味
の
字
で
、
英
語
のth

in
g
s

に
当
た
っ
て
い
ま
す
。 

〝
正
〟
は
、
足
の
裏
の
形
で
〝
と
ど
ま
る
〟
こ
と
を
表
わ
し
た
〝
止
〟
と
、
〝
一
〟
と
で
、
止
ま
る
べ

き
線
に
〝
た
だ
し
く
〟
止
ま
る
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
英
語
のo

rd
e
r

に
当
た
る
字
で
す
。 

『
木
を
束
ね
ま
す
と
、
引
っ
込
ん
だ
棒
や
飛
び
出
た
棒
が
あ
っ
て
、
両
端 は

し

が
不
ぞ
ろ
い
に
な
る
も
の
で

す
。
そ
こ
で
、
棒 ●

を ●

持 ●

っ ●

て ●

飛
び
出
た
所
を
た
た
い
て
、
両
端
を
き
ち
ん
と
そ ●

ろ ●

う ●

よ
う
に
し
ま
す
』
と

い
う
意
味
を
“
束
”“
攵
”“
正
”
の
三
つ
の
部
首
で
ぴ
た
っ
と
う
ま
く
表
わ
し
た
の
が
〝
整
〟
と
い
う
字

で
す
。 

to
 p

u
t

（th
in

g
s

）in
 o

rd
e
r…

…

こ
れ
だ
け
の
意
味
を
、
た
っ
た
一
字
で
表
わ
す
の
で
す
か
ら
、 

  〝
整
〟
が
一
見
複
雑
に
見
え
る
の
も
当
然
で
す
。
英
語
流
に
横
に
一
列
に
並
べ
て
、
束
攵
正
、
と
三
字
で

表
わ
し
た
ら
、
一
字
一
字
は
ず
っ
と
簡
単
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
か
わ
り
、
意
味
の
読
み
取
り
は
不
便
に

な
り
ま
す
。 

し
か
も
、
こ
の
字
の
発
音
は
、
束
・
攵
・
正
の
三
字
の
う
ち
で
、
最
も
重
要
な
意
味
を
う
け
持
つ
〝
正
〟

が
こ
れ
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
漢
字
の
構
造
を
理
解
し
ま
す
と
、
複
雑
に
見
え
る
漢
字
で

も
決
し
て
複
雑
で
は
な
い
の
で
す
。 

 

象
形
と
指
事 

 

漢
字
の
出
末
方
に
は
、
最
初
、
次
の
二
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
し
た
。
第
一
が
〝
象
形
〟
で
、
第
二
は
〝
指

事
〟
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。 



石井式漢字教育革命 第三章 部首による合理的な漢字学習法 

- 5 - 

言
葉
に
は
、
目
で
見
る
こ
と
の
出
来
る
物
を
表
わ
し
た
も
の
、
つ
ま
り
〝
形
の
あ
る
物
〟
と
、
目
で
見

る
こ
と
が
出
来
な
い
、
つ
ま
り
〝
形
の
な
い
物
〟
と
あ
り
ま
す
。 

形
の
あ
る
も
の
は
、
そ
の
形
を
絵
の
よ
う
に
書
い
て
表
わ
す
こ
と
が
出
来
ま
す
か
ら
、「
山
、
川
、
日
、

月
」
と
い
う
よ
う
に
、
絵
文
字
風
に
表
現
し
ま
す
。
形
を
象

か
た
ど

る
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
を
〝
象
形
〟
と

名
付
け
ま
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
て
、
形
の
な
い
言
葉
は
、
絵
に
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
抽
象
的
な
事
柄
は
、

そ
の
事
柄
を
符
号
で
指
し
示
す
よ
り
ほ
か
に
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
こ
で
、上
と
い
う
意
味
の
事
を
、線
や
点
で
指
し
示
す
こ
と
に
よ
り
、そ
の
意
味
を
表
わ
し
ま
し
た
。

抽
象
的
な
事 ●

柄
を
指 ●

し
示
す
、と
い
う
意
味
で
、こ
れ
を
〝
指
事
〟
と
名
付
け
ま
し
た
。〝
一
〟
や
〝
二
〟

も
、
形
を
備
え
て
い
な
い
言
葉
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
線
だ
け
で
そ
の
意
味
を
表
わ
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
指

事
字
で
す
。 
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最
も
古
い
文
字
は
、
こ
の
象
形
と
指
事
の
二
つ
の
造
字
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
理
屈
か
ら
言

え
ば
ど
ん
な
言
葉
で
も
、
形
の
あ
る
物
な
ら
、す
べ
て
そ
の
形
を
絵
の
よ
う
に
書
き
表
わ
せ
る
は
ず
で
す
。

そ
れ
は
〝
象
形
〟
に
な
り
ま
す
。 

形
の
な
い
事
柄
、
頭
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
抽
象
的
な
事
柄
は
、
す
べ
て
線
や
点
で
表
現
で
き
る
わ

け
で
す
。
そ
れ
は
〝
指
事
〟
に
な
り
ま
す
。 

と
は
言
う
も
の
の
、
そ
れ
は
理
屈
で
、
な
か
な
か
う
ま
く
表
わ
せ
な
い
物
や
事
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え

ば
、
酒
を
表
わ
す
た
め
に
、
酒
の
器
を
絵
に
し
て
も
、
そ
れ
は
器
を
表
わ
す
の
か
、
酒
を
表
わ
す
の
か
、

絵
だ
け
で
は
解
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
歩
く
事
を
表
わ
す
の
に
、
足
の
形
を
用
い
て
も
、
足
そ
の
も
の
を
表

わ
し
た
の
か
と
思
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。 

    

第
二
次
の
造
字
法
〝
会
意
〟 

 

そ
こ
で
、
そ
れ
を
明
確
に
表
現
す
る
た
め
に
、
二
つ
以
上
の
〝
象
形
字
〟
も
し
く
は
〝
指
事
字
〟
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
を
考
え
出
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
酒
の
器
の
形
（
酉
）
に
水
（

＝

）
を
組
み

合
わ
せ
て
〝
酒
〟
と
い
う
字
を
作
る
、
と
い
う
方
法
で
す
。 

二
つ
以
上
の
文
字
の
意 ●

を
組
み
会 ●

わ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
造
字
法
は
〝
会
意
〟
と
名
付
け
ら

れ
ま
し
た
。
木
を
二
つ
並
べ
た
〝
林
〟
や
、
木
を
三
つ
組
み
合
わ
せ
た
〝
森
〟
も
会
意
字
で
す
。 

〝
並
〟
は
〝
竝
〟
で
、
立
（
人
が
立
っ
て
い
る
象
形
で
指
事
字
。
立
つ
と
い
う
事
を
表
わ
し
た
字
な
の

で
、
象
形
で
は
あ
る
が
象
形
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）
と
い
う
指
事
字
を
二
つ
並
べ
て
、
〝
な
ら
ぶ
〟
と
い

う
意
味
を
表
わ
し
ま
し
た
。 

〝
比
〟
も
、
人
が
二
人
並
ん
で
い
る
形
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
〝
な
ら
ぶ
〟
（
比
翼
）
意
味
に
も
使
い 
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             ま
す
が
、
二
人
並
べ
ば
す
ぐ
に
始
ま
る
〝
く
ら
べ
る
〟
（
比
較
）
意
味
に
使
わ
れ
る
会
意
字
で
す
。 

〝
男
〟
は
、
田 ●

に
出
か
け
て
力 ●

を
出
し
て
働
く
人
と
い
う
意
味
で
〝
お
と
こ
〟
を
表
わ
し
ま
し
た
。 

〝
動
〟
は
、
重 ●

い
物
で
も
力 ●

を
加
え
る
と
〝
う
ご
く
〟
と
い
う
こ
と
で
表
わ
し
た
会
意
字
で
す
。
鳥
と

口
で
、
鳥
が
鳴
く
こ
と
を
表
わ
し
、
犬
と
口
で
、
犬
が
吠
え
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。 

人
は
休
む
時
、
日
蔭
を
利
用
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
人
が
木
に
寄
り
そ
う
形
に
し
て
〝
や
す
む
〟
意
味
を

表
わ
し
ま
し
た
。 

〝
東
〟
と
い
う
字
は
〝
木
〟
と
〝
日
〟
と
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
木
の
間
に
日
が
あ
る
の
は
、
日
が
出

た
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
日
の
出
る
方
角
〝
ひ
が
し
〟
を
表
わ
し
た
も
の

で
す
。 

山
を
上
っ
て
行
っ
て
や
が
て
下
る
、
そ
の
境
に
な
る
所
を
〝
と
う
げ
〟
と
言
い
ま
す
。
そ
の
〝
と
う

げ
〟
を
〝
峠
〟
と
い
う
字
で
見
事
に
表
わ
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
日
本
人
が
作
っ
た
〝
会
意
字
〟
で
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す
。 

〝

裃
か
み
し
も

〟
、
〝
榊

さ
か
き

〟
、
〝
辻 つ

じ

〟
、
〝
辷

ず
べ
る

〟
な
ど
、
日
本
で
作
ら
れ
た
も
の
に
は
、
こ
の
会
意
字

が
多
い
よ
う
で
す
。 

 

仮
の
用
法
〝
仮
借

か
し
ゃ

〟 

 

漢
字
は
言
葉
を
表
わ
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
〝
発
音
〟
と
〝
意
味
〟
の
二
つ
を
兼
ね
備
え
て
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
は
、
漢
字
を
〝
表
意
文
字
〟
と
称
す
る
の
は
誤
っ
て
い
ま
す
。 

た
と
え
ば
〝
十
〟
は
、
針
の
形
を
表
わ
し
た
〝
は
り
〟
と
い
う
意
味
の
字
で
す
が
、
〝
は
り
〟
の
中
国

音
の
“
シ
ン
”
は
、
数
の
〝
十

じ
ゅ
う

（
と
お
）
〟
を
表
わ
す
言
葉
と
同
じ
発
音
を
備
え
て
い
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
数
の
〝
十
〟
を
表
わ
す
漢
字
を
作
る
の
が
む
ず
か
し
い
も
の
で
す
か
ら
、
針
と
発
音
が
同
じ

だ
と
い
う
こ
と
で
、
針
の
字
を
借
り
て
、
数
の
〝
十
〟
を
表
わ
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
仮 か

り

に
（
間
に
合 

  

わ
せ
に
）
借
り
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
用
法
を
〝
仮

借
〟
と
名
付
け
ま
し
た
。
漢
字
の
本
来
の
意
味
を
捨
て
て
、
そ

の
発
音
だ
け
を
借
り
る
わ
け
で
す
。 

〝
仏
〟
と
い
う
字
は
、
イ
ン
ド
の
〝
ブ
ッ
ダ
〟
と
い
う
言
葉

を
、
〝
仏
陀

ぶ
っ
だ

〟
と
、
仮
借
に
よ
り
表
わ
し
た
も
の
で
す
。
〝
釈
迦
〟
（
お
釈
迦
様
）
も
イ
ン
ド
の
〝
シ
ャ

ー
カ
ー
〟
と
い
う
言
葉
の
仮
借
で
す
。
ま
た
、
英
国
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
仮
借
〝
英
吉
利
〟
の
頭
字
、
独
国

は
、
ド
イ
ツ
の
仮
借
〝
独
逸
〟
の
頭
字
、
伊
国
は
、
イ
タ
リ
ー
の
仮
借
〝
伊
太
利
〟
の
頭
字
に
そ
れ
ぞ
れ

国
と
い
う
字
を
付
け
た
も
の
で
す
。 

昔
、
わ
が
国
の
言
葉
を
漢
字
で
書
き
表
わ
す
の
に
、
こ
の
仮
借
を
用
い
ま
し
た
。
万
葉
集
の 

 

和 わ

我 が

夜 や

度 ど

爾 に 

左 さ

加 か

里 り

爾 に

散 さ

家 け

留 る 

宇 う

梅 め

能 の

波 は

奈 な 

知 ち

流 る

倍 べ

久 く

奈 な

利 り

奴 ぬ 

美 み

牟 む

必 ひ

登 と

聞 も

我 が

母 も 

と
い
う
表
記
を
〝
万
葉
仮
名
〟
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
、
中
国
の
帰
化
人
が
教
え
て
く
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れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
仮
名

か

な

の
名
と
い
う
の
は
字
の
こ
と
で
あ
り
、
〝
仮
字
〟
と
も
書
き
ま
す
が
、

そ
れ
は
〝
仮
借
字
〟
の
略
語
だ
か
ら
で
す
。
仮
名
は
日
本
独
特
の
も
の
で
、
日
本
人
の
発
明
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
真
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

現
在
の
ひ
ら
が
な
、
及
び
カ
タ
カ
ナ
は
日
本
人
の
発
明
で
あ
る
、
と
言
う
の
は
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

 

第
三
次
造
字
法
〝
形
声

け
い
せ
い

〟 

 

昔
は
、
第
一
次
造
字
法
で
あ
る
〝
象
形
〟
と
、
〝
指
事
〟
及
び
第
二
次
の
造
字
法
で
あ
る
〝
会
意
〟
が

主
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
言
葉
を
表
わ
す
だ
け
の
漢
字
を
作
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。 

そ
れ
で
、
同
じ
発
音
は
勿
論
、
似
た
発
音
の
言
葉
は
、
仮
借
で
間
に
合
わ
せ
て
い
た
わ
け
で
す
。
花
も
鼻 

 

 も
〝
は
な
〟
と
書
く
よ
う
な
も
の
で
、
〝
数
字
の
十
〟
も
〝
は
り
〟
を
表
わ
す
漢
字
の
〝
十
〟
で
間
に
合

わ
せ
て
い
た
の
で
す
。 

し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
数
字
の
十
だ
か
、
針
の
十
だ
か
区
別
が
つ
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
考
え
ら
れ
た

の
が
〝
形
声
〟
で
す
。
〝
形
〟
は
〝
象
形
〟
の
形
で
、
指
事
を
も
含
め
た
〝
従
来
の
漢
字
〟
を
指
し
て
い

ま
す
。
〝
声
〟
は
音
声
の
こ
と
で
す
。 

音
声
を
表
わ
す
〝
十 し

ん

〟
だ
け
で
は
、
数
だ
か
、
針
だ
か
解
ら
な
い
の
で
、
意
字
で
あ
る
〝
金
〟
を
加
え

て
金
属
の
針
専
用
の
字
を
作
り
ま
し
た
。こ
の
〝
針
〟
の
よ
う
な
造
字
法
が
〝
形
声
〟
で
す
。形
は
意
味
、

声
は
発
音
と
考
え
た
ら
解
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。 

〝
工 こ

う

〟
と
い
う
字
は
、
物
指
し
（
定
規

じ
ょ
う
ぎ

）
の
象
形
字
で
、
①
定
規
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
②
定
規

を
う
ま
く
使
う
。
③
定
規
を
使
っ
て
作
事
に
励
む
。
④
仕
事
を
成
し
と
げ
る
、
等
の
意
味
に
使
う
ば
か
り

で
な
く
、
〝
コ
ウ
〟
と
い
う
発
音
の
別
の
言
葉
で
あ
る
⑤
コ
ウ
と
い
う
川
の
名
。
⑥
コ
ウ
と
い
う
色
の
名
。
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⑦
コ
ウ
と
い
う
肉
体
の
部
分
の
名
、
等
の
仮
借
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
川
の
名
に
は
〝

氵
さ
ん
ず
い

〟
を
加
え
て
〝
江
〟
、
色
の
名
は
〝
糸
〟
を
加
え
て
〝
紅
〟
（
色
は

紺
緑
紫
等
糸
で
表
わ
す
）、
肉
体
で
は
〝
月
〟
（
肉
の
変
形
で
肉
月
と
呼
ぶ
）
を
加
え
て
〝
肛
〟
と
し
、

②
で
は
〝
巧
〟
、
③
で
は
〝
攻
〟
と
い
う
字
に
し
ま
し
た
。 

江
・
紅
・
肛
は
、
扁 へ

ん

が
形
、
旁

つ
く
り

が
声
の
形
声
字
で
す
が
、
巧
・
攻
・
功
で
は
、
工
が
扁
に
な
っ
て
い

て
、
会
意
で
形
声
を
兼
ね
て
い
ま
す
。 

こ
の
形
声
に
よ
り
、
漢
字
は
ど
ん
な
言
葉
で
も
表
わ
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
、
ど
ん
ど
ん
と
ふ

え
て
い
き
ま
し
た
。 
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漢
字
の
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
形
声 

 

実
は
、
文
字
と
い
う
言
葉
は
、
文
と
字
と
で
作
ら
れ
て
い
て
、
象
形
と
指
事
の
第
一
次
造
字
法
に
よ
る

文
字
を
〝
文
〟
と
言
い
、
文
と
文
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
会
意
と
形
声
は
、
そ
の
子
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
か
ら
〝
字
〟
と
言
い
、
こ
れ
を
合
わ
せ
て
〝
文
字
〟
と
言
っ
た
も
の
で
す
。 

た
と
え
ば
、
針
と
い
う
字
は
、
金
と
い
う
音
字
を
母
親
と
し
、
十
と
い
う
音
字
を
父
親
と
し
て
生
ま
れ

た
も
の
だ
か
ら
、
〝
字
〟
と
い
う
の
で
す
。
〝
文
〟
は
親
で
、
〝
字
〟
は
子
で
す
。
象
形
・
指
事
は
親
で
、

会
意
・
形
声
は
子
で
す
。 

当
用
漢
字
一
八
五
〇
字
で
言
い
ま
す
と
、
象
形
・
指
事
に
属
す
る
漢
字
は
一
五
〇
字
く
ら
い
か
と
思
い

ま
す
。
他
の
一
七
〇
〇
字
、
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
、
子
供
で
あ
る
会
意
、
形
声
に
属
す
る
漢
字
で
す
。 

漢
字
は
何
万
字
も
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
中
国
五
千
年
の
歴
史
の
間
に
現
わ
れ
た
文
字
を
全
部
合
わ 

  せ
た
ら
そ
う
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
あ
る
書
物
に
見
え
る
漢
字
は
数
干
字
と
い
う
と
こ
ろ
で
し

ょ
う
。 

そ
の
う
ち
、
象
形
・
指
事
に
属
す
る
も
の
は
、
二
百
字
以
上
は
い
く
ら
も
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
を

部
首
と
し
て
他
の
数
千
字
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
部
首
と
な
る
二
百
字
を
深
く
理
解
し
て

い
れ
ば
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
な
る
数
千
字
の
意
味
も
読
み
方
も
ほ
ぼ
推
察
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

漢
字
の
構
成
は
、
左
右
に
結
合
さ
れ
た
場
合
、
左
の
部
分
を
〝
扁 へ

ん

〟
と
言
い
、
右
の
部
分
を
〝
旁

つ
く
り

〟

と
言
い
ま
す
。
形
声
字
の
場
合
は
、
多
く
が
〝
扁
〟
が
意
味
を
、
〝
旁
〟
が
発
音
を
受
け
持
っ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
反
対
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。 

上
下
に
結
合
さ
れ
て
い
る
漢
字
の
場
合
は
、
上
の
部
分
を
〝

冠
か
ん
む
り

〟
ま
た
は
〝
頭

か
し
ら

〟
と
言
い
、
下
の

部
分
を
〝
脚 あ

し

〟
ま
た
は
〝
沓 く

つ

〟
と
言
い
ま
す
。 

上
か
ら
下
へ
垂
れ
た
形
、
冠
と
扁
と
を
兼
ね
た
よ
う
な
形
を
〝
垂 た

れ

〟
と
言
い
、
脚
と
扁
と
を
兼
ね
た
よ
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う
な
形
を
〝
繞

に
ょ
う

〟
と
言
い
、
周
囲
を
囲
む
よ
う
な
形
を
し
た
も
の
を
〝
構

か
ま
え

〟
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
ら

は
た
い
て
い
、
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。 

           

意
味
を
も
っ
た
〝
扁 へ

ん

〟
の
例 

 人
扁

に
ん
べ
ん 

人
の
意
味
の
部
首
で
す
。 

仕
＝
人
が

士
さ
む
ら
い

と
し
て
〝
つ
か
え
る
〟
こ
と
。
音
は
士
が
表
わ
し
て
い
ま
す
。
会
意
字
で
、

形
声
も
兼
ね
て
い
ま
す
。 

玉
扁

た
ま
へ
ん 

玉
の
意
味
の
部
首
で
す
。 

珠
＝
朱 あ

か

い
玉
の
こ
と
。
た
だ
し
、
今
で
は
色
に
関
係
な
く
使
い
ま
す
。
音
は
朱 し

ゅ

。
会
意
字

で
す
が
形
声
で
も
あ
り
ま
す
。 

小
里
扁

こ
ざ
と
へ
ん 

崖 が
け

の
意
味
の
部
首
で
す
か
ら
、
〝
崖 が

け

扁
〟
と
名
付
け
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

防
＝
四
方
を
崖
で
囲
っ
て
〝
ふ
せ
ぐ
〟
こ
と
。
音
は
方 ほ

う

で
す
。
会
意
、
兼
、
形
声
字
で
す
。 

 

仕
 

珠
 

防

ます 
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示
扁

し
め
す
へ
ん 

神
様
の
意
味
の
部
首
で
す
。 

神
＝
申 し

ん

は
雷
こ
と
。
雷
（
古
い
字
は
畾
。
〝
神
鳴
り
〟
は
天
の
神
様
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

し
た
）
と
い
う
意
味
。
音
は
申 し

ん

。
会
意
、
兼
形
声
。 

衣
扁

こ
ろ
も
へ
ん 

衣
類
（
着
物
）
の
意
味
の
部
首
。 

初
＝
着
物
を
作
る
時
、
一
番
〝
初 は

じ

め
〟
に
す
る
こ
と
は
布
を
截
断
す
る
こ
と
で
す
。
会
意

字
で
す
。 

立
心
扁

り
っ
し
ん
べ
ん 

心
の
意
味
の
部
首
。 

性
＝
生
ま
れ
な
が
ら
の
心
と
い
う
意
味
の
字
で
、
会
意
で
す
。
音
は
生 せ

い

、
形
声
字
で
も
あ

り
ま
す
。 

               

神
 

 

初
 

性
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貝
扁

か
い
へ
ん 

財
産
（
お
金
）
の
意
味
の
部
首
。 

財
＝
大
き
な
働
き
を
秘
め
た
（
才
）
お
金
、
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。
木
の
場
合
は
材
、

お
金
の
場
合
は
財
。
会
意
・
形
声
字
。 

金
扁

か
ね
へ
ん 

金
属
で
あ
る
こ
と
を
示
す
部
首
。 

銅
＝
同 ど

う

と
発
音
す
る
金
属
。
形
声
字
で
す
。 

肉
月

に
く
づ
き 

肉
体
の
部
分
の
名
を
示
す
部
首
。 

腸
＝
易

ち
ょ
う

は
長

ち
ょ
う

の
代
用
。
肉
体
の
中
で
最
も
長
い
も
の
を
表
わ
し
た
字
。
会
意
・
形
声
字
。 

ノ
木
扁

の

ぎ

へ

ん 

稲
の
意
味
の
部
首
。 

種
＝
よ
く
実
っ
て
重
い
稲
粒
を
〝
た
ね
〟
と
す
る
の
で
、
〝
重
い
禾
〟
で
〝
た
ね
〟
を
表

わ
し
ま
し
た
。
会
意
字
。 

  

 

獣
扁

け
も
の
へ
ん 

獣
の
意
味
の
部
首
。 

猿
＝
袁 え

ん

と
発
音
さ
れ
る
獣
の
こ
と
で
す
。
形
声
。 

巾
扁

は
ば
へ
ん 

布 ぬ
の

の
意
味
の
部
首
。 

希
＝

は

で
刺
繍
の
象
形
。
刺
繍
の
施
さ
れ
た
布
、
と
い
う
意
味
の
会
意
字
で
す
。

そ
れ
は
貴
重
な
も
の
な
の
で
①
少
な
い
（
ま
れ
）
②
ほ
し
が
る
（
望
む
）
と
い
う
意
味
に

使
い
ま
す
。 

行
人
扁

ぎ
ょ
う
に
ん
べ
ん 

道
の
意
味
の
部
首
。
彳
は
行
（

）
で
、
道
の
象
形
。 

徑
＝
ま
っ
す
ぐ
と
い
う
意
味
の
巠 け

い

と
彳
と
で
、〝
真
っ
す
ぐ
な
近
道
〟
と
い
う
意
味
の
字
。

会
意
・
形
声
字 

三
水

さ
ん
ず
い

＝
水
の
意
味
の
部
首
。 

（
水
）
の
左
半
分
（

）
の
形
で
す
。 

波
＝
〝
な
み
〟
は
、
水
の
表
面
に
生
ず
る
皮
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
会
意
・
形
声
字
。
音

財
 

銅
 

腸
 

種
 

猿
 

希
 

徑
 

波
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は
皮 ひ

の
変
化
し
た
も
の
。 

 
意
味
を
待
っ
た
〝
旁

つ
く
り

〟
の
例 

 大
貝

お
お
が
い 

頭
の
象
形
で
、
頭
に
属
す
る
部
分
の
名
を
表
わ
す
部
首
で
す
。 

頸
＝
頭
に
属
す
る
〝
ま
っ
す
ぐ
〟
な
部
分
、
く
び
を
表
わ
し
た
字
。
音
は
巠 け

い

。
会
意
・
形

声
字
。 

大
里

お
お
さ
と 

邑（
小
さ
い
村
か
ら
町
、大
き
く
は
国
の
意
味
の
字
）の
草
書
体
〝

〟
で
〝
村
〟

〝
町
〟 

〝
国
〟
の
意
味
の
部
首
。 

郊
＝
邑
（
町
）
と
邑
と
交
わ
る
所
は
〝
町
は
ず
れ
〟
で
す
。
音
は
交 こ

う

な
の
で
、
会
意
・
形 

声
字
。 

 

 

三
旁

さ
ん
づ
く
り 

美
し
い
飾
り
の
意
味
の
部
首
。 

杉
＝
形
の
美
し
い
木
と
い
う
意
味
の
字
、
音
は
■
（
三
）
で
、
会
意
・
形
声
字
。 

古
鳥

ふ
る
と
り 

鳥
の
意
味
の
部
首
。 

集
＝
鳥
が
木
の
上
に
〝
あ
つ
ま
る
〟
こ
と
を
表
わ
し
た
会
意
字
。 

立
刀

り
っ
と
う 

刀
の
意
味
の
部
首
。 

判
＝
半
分
に
切
っ
た
そ
の
片
わ
れ
。
証
拠
に
す
る
た
め
に
半
分
ず
つ
持
つ
。
今
は
証
拠
に

押
す
〝
印
判
〟
と
い
う
使
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
音
は
半 は

ん

で
会
意
・
形
声
字
。 

力
ち
か
ら 

努
力
す
る
意
味
の
部
首
。 

功
＝
努
力
し
て
工
作
し
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
を
表
わ
し
た
字
、
会
意
・
形
声
字
。 

欠
あ
く
び 

人
が
口
を
大
き
く
開
い
た
象
形
。
口
を
開
く
意
味
の
部
首
。 

飲
＝
口
を
開
い
て
食
べ
物
を
〝
の
み
こ
む
〟
意
味
の
会
意
字
。 

頸
 

郊
 

杉
 

判
 

功
 

飲
 

集
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ノ
文

の
ぶ
ん 

手
に
棒
も
し
く
は
鞭
を
持
つ
意
味
の
部
首
。 

牧
＝
鞭
を
持
っ
て
牛
を
追
う
会
意
字
。
音
は
攵 ぼ

く

で
、
形
声
を
兼
ね
て
い
ま
す
。 

ル
又

る
ま
た 

手
に
武
器
を
持
つ
意
味
の
部
首
。 

役
＝
武
器
を
持
っ
て
〝
い
く
さ
〟
に
行
く
こ
と
を
表
わ
し
た
字
。
戦
役
の
こ
と
。
大
変
な

仕
事
の
意
味
に
な
り
ま
す
。
会
意
字
。 

 

意
味
を
持
っ
た
〝
冠
〟
の
例 

 

ウ
冠

う
か
ん
む
り 

屋
根
の
象
形
で
、
家
の
意
味
を
表
わ
し
た
部
首
で
す
。 

安
＝
家
に
女
が
い
れ
ば
、
安
心
し
て
い
ら
れ
ま
す
。
会
意
字
。 

 

牧
 

役
 

安
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穴

冠

あ
な
か
ん
む
り 

穴
の
意
味
の
部
首
。 

空
＝
穴
は
何
に
も
な
い
部
分
で
す
か
ら
、
〝
何
も
な
い
〟
〝
か
ら
〟
と
い
う
意
味
を
表
わ

し
た
字
。
空
屋

あ
き
や

。
ま
た
、
何
も
な
い
〝
そ
ら
〟
の
意
味
に
も
使
い
ま
す
。
〝
空
気
〟
は
、

目
に
見
え
な
い
の
で
、〝
何
も
な
い
〟
よ
う
だ
か
ら
〝
空
気
〟
と
言
い
ま
し
た
。音
は
工 ク

ウ

で
、

形
声
字
。  

草
冠 

草
の
意
味
の
部
首
。 

草
＝
早 そ

う

は
発
音
を
表
わ
し
た
も
の
で
、
形
声
字
。 

花
＝
草
の
お
化 ば

け

。
会
意
・
形
声
字
で
す
。 

竹

冠

た
け
か
ん
む
り 

竹
の
意
味
の
部
首
。 

筆
＝
聿
は
筆
を
手
に
し
た
象
形
字
。
柄
が
竹
な
の
で
竹
を
加
え
ま
し
た
。
音
は
聿 ひ

つ

、
会
意
・

形
声
字
で
す
。 

 

 

雨
冠 

天
気
、
気
象
に
関
係
す
る
言
葉
を
表
わ
す
部
首
。 

雲
＝
古
い
字
は
単
に
〝
云 う

ん

〟
で
、
こ
れ
は
雲
の
象
形
で
す
。
雨
を
降
ら
す
云
と
い
う
こ
と

で
〝
雨
〟
を
加
え
ま
し
た
。
会
意
・
形
声
字
。 

発
頭

は
つ
が
し
ら 

両
足
を
そ
ろ
え
た
形
を
表
わ
し
た
部
首
。 

発
＝
両
足
を
そ
ろ
え
た
形
で
、
こ
れ
か
ら
〝
出
か
け
る
〟
こ
と
を
表
わ
し
ま
し
た
。 

登
＝
〝
上
の
方
へ
出
か
け
る
〟
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
音
は
豆 と

う

な
の
で
、
形
声
字
。 

老
頭

お
い
が
し
ら 

老
人
の
意
味
の
部
首
。 

孝
＝
老
人
を
子
が
背
負
う
形
で
、
会
意
字
で
す
。
音
は

老
こ
う

な
の
で
、
形
声
字
で
も
あ
り

ま
す
。 

 

空
 

草
 

筆
 

雲
 

発
 

孝
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意
味
を
待
っ
た
〝
脚
〟
の
例 

 

人
脚

ひ
と
あ
し 

 

人
の
意
味
の
部
首
。  

兄
＝
口
の
達
者
な
人
は
、
先
に
生
ま
れ
た
〝
あ
に
〟
で
す
。
会
意
字
で
す
。 

皿 さ
ら 

皿
の
象
形
で
、
皿
の
意
味
の
部
首
で
す
。 

益
＝

益

は
水
を
横
に
し
た
形
、

。
会
意
字
。
皿
か
ら
水
が
溢
れ
る
意
味
の
字
で

〝
溢
〟
の
本
字
で
す
。 

連
火

れ
ん
が 

火
の
燃
え
る
形
を
表
わ
し
た
字
で
、
火
の
意
味
の
部
首
。
〝
四
つ
点
〟
と
も
言
い

ま
す
。  

然
＝
犬
の
肉
を
火
で
焼
く
と
い
う
意
味
の
会
意
字
で
、
〝
燃
〟
の
本
字
で
す
。  

 

             

兄
 

益
 

然
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下
心

し
た
ご
こ
ろ 

心
の
変
形
し
た
も
の
で
、
心
の
意
味
の
部
首
。 

恭
＝
心
を
共
に
す
る
（
一
緒
に
す
る
）
と
い
う
意
味
の
会
意
字
。
共
同
で
す
る
に
は
、
相

手
の
心
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
気
持
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
音
は
共

き
ょ
う

で

す
か
ら
、
形
声
字
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

意
味
を
持
っ
た
〝
垂
〟
の
例 

 

雁
垂

が
ん
だ
れ 

厂
は
〝
が
ん„

の
音
を
持
っ
て
い
ま
す
。
崖
の
形
を
表
わ
し
た
字
で
、
崖
の
意
味

の
部
首
で
す
。  

原
＝
厂
か
ら
泉
の
噴
き
出
る
〝
み
な
も
と
〟
を
表
わ
し
た
字
で
、
〝
源
〟
の
本
字
で
す
。

後
に
高
く
て
平
ら
な
所
（
崖
の
上
の
平
地
）
＝
高
原
の
意
味
に
用
い
ら
れ
た
た
め
、
源
の 

 

 

字
が
作
ら
れ
ま
し
た
。  

麻
垂

ま
だ
れ 

 

片
方
が
開
放
さ
れ
た
家
の
象
形
で
、
広
い
家
の
意
味
の
部
首
で
す
。  

店
＝
人
が
自
由
に
出
入
り
で
き
る
開
放
さ
れ
た
家
、つ
ま
り
〝
み
せ
〟
で
す
。音
は
占（
点
）

で
、
会
意
・
形
声
字
。  

病
垂

や
ま
い
だ
れ 

人
が
病
気
で
寝
て
い
る
象
形
で
す
。
病
気
の
意
味
の
部
首
。  

痛
＝
病
気
で
あ
る
こ
と
を
通
信
し
て
く
れ
る
〝
い
た
み
〟
で
、
会
意
字
で
す
。
音
は
甬 つ

う

な

の
で
、
形
声
字
で
も
あ
り
ま
す
。  

戸
垂 

開
き
戸
の
意
味
の
部
首
。  

房
＝
四
方
に
開
き
戸
の
設
け
ら
れ
た
部
屋
。
音
は
方
で
、
会
意
・
形
声
字
で
す 

 

 

恭
  

原
 

店
 

痛
 

房
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尸
し
か
ば
ね 

人
の
意
味
の
部
首
で
す
。
人
が
の
び
の
び
と
手
足
を
伸
ば
し
て
い
る
象
形
で
す
。 

屈
＝
昔
の
家
の
出
口
は
小
さ
な
穴
で
し
た
。
人
は
出
る
時
、
身
を
か
が
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
人
と
出
る
と
で
、
〝
か
が
む
〟
の
意
味
を
表
わ
し
た
会
意
字
で
す
。 

 

意
味
を
持
っ
た
〝
繞

に
ょ
う

〟
の
例 

 

進
繞

し
ん
に
ょ
う 

道
を
歩
い
て
行
く
意
味
の
部
首
。  

速
＝
木
を
運
ぶ
の
に
束
に
し
て
運
ぶ
と
〝
は
や
い
〟
と
い
う
意
味
の
会
意
字
。
音
は
束 そ

く

な

の
で
、
形
声
字
で
も
あ
り
ま
す
。  

延
繞

え
ん
に
ょ
う 

道
を
ゆ
っ
た
り
と
行
く
意
味
の
部
首
。  

廻
＝
道
を
回
っ
て
行
く
意
味
の
字
。  

屈
 

速
 

廻
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走
繞

そ
う
に
ょ
う 

走
る
意
味
の
部
首
。  

趣
＝
物
を
取
ろ
う
と
走
り
〝
お
も
む
く
〟
と
い
う
意
味
の
字
。
音
は
取 し

ゅ

。
会
意
・
形
声
字
。 

 

意
味
を
持
っ
た
〝
構

か
ま
え

〟
の
例 

 

国
構 

周
囲
を
囲
む
意
味
の
部
首
。  

園
＝
周
囲
に
〝
か
こ
い
〟
を
設
け
た
苑 そ

の

（
花
苑
）
袁 え

ん

は
苑 え

ん

の
代
用
。
形
声
字
で
す
。 

箱
構 

箱
の
形
を
表
わ
し
た
、
箱
の
意
味
の
部
首
で
す
。  

医
＝
矢
を
入
れ
る
箱
。
醫
の
略
字
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
が
、
医
も
殳
も
武
器
で
す
か
ら
、

病
気
を
退
治
す
る
薬
用
酒
と
い
う
意
味
の
字
で
す
。  

門
構 

門
の
意
味
の
部
首
。 

  

問
＝
門
に
口
を
寄
せ
て
〝
た
ず
ね
る
〟
こ
と
を
表
わ
し
た
会
意
・
形
声
字
。
音
は
門
。 

気
構 

蒸
気
の
象
形
で
、
蒸
気
の
意
味
の
部
首
。 

汽
＝
水
蒸
気
と
い
う
意
味
の
会
意
形
声
字
。
動
力
に
水
蒸
気
を
使
う
の
で
、
〝
汽
車
・
汽

船
〟
と
い
う
名
が
付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

行
ぎ
ょ
う

構 

道
の
象
形
で
、
道
の
意
味
の
部
首
。 

衛
＝
人
が
行
っ
た
り
来
た
り
（
韋 え

い

）
し
て
警
戒
す
る
意
味
の
会
意
形
声
字
。 

 

    

趣
 

園
 

医
 

問
 

汽
 

衛
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戈 ほ
こ

構 

武
器
の
意
味
の
部
首
。  

戦
＝
武
器
を
持
っ
て
〝
た
た
か
う
〟
意
味
の
形
声
字
で
す
。
音
は
単 セ

ン

。 

式
構 

標
識
（
目
じ
る
し
）
の
意
味
の
部
首
。 

式
＝
工
作
を
す
る
時
の
目
じ
る
し
、
つ
ま
り
〝
お
手
本
〟
〝
ひ
な
型
〟
。
一
定
の
形
式
。 

包
つ
つ
み

構 
包
む
意
味
の
部
首
。
勹
は
人
が
物
を
抱
き
か
か
え
る
象
形
で
す
。 

包
＝
巳
は
ま
だ
生
ま
れ
な
い
子
の
象
形
。
胎
児
が
人
の
腹
に
〝
つ
つ
ま
れ
〟
て
い
る
意
味

の
会
意
字
で
す
。 

 

ヽ て
ん

一
つ
で
も
大
変
な
違
い 

 

扁
の
所
に
〝
ネ
（
し
め
す
扁
）
〟
と
〝
衤
（
こ
ろ
も
扁
）
〟
と
あ
り
ま
し
た
。
と
て
も
よ
く
似
た
形
を 

  し
て
い
ま
す
が
、
意
味
は
大
変
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
違
い
は
、
大
切
な
働
き
が
あ
る
の
で
、

よ
く
意
味
を
考
え
て
憶
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

〝
神
〟
〝
社
〟
〝
礼
〟
な
ど
は
〝
ネ

し
め
す

扁
〟
で
す
。
〝
社
〟
は
そ
の
土
地
の
神
様
を
祭
っ
た
〝
や
し

ろ
〟
で
す
。
〝
礼
〟
は
そ
の
〝
や
し
ろ
〟
の
前
に
ひ
ざ
ま
づ
い
て
祈
る
こ
と
を
表
わ
し
た
字
で
す
。
い
ず

れ
も
〝
神
〟
に
関
す
る
言
葉
で
す
か
ら
、
〝
ネ
扁
〟
で
あ
る
こ
と
が
解
る
で
し
ょ
う
。 

〝
補
〟
は
着
物
を
つ
く
ろ
う
こ
と
、
〝
被
〟
は
着
物
を
か
ぶ
る
こ
と
、
〝
裕
〟
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
大

き
い
着
物
、
〝
裸
〟
は
着
物
を
脱
ぐ
こ
と
、
皆
着
物
に
関
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
〝
衤

こ
ろ
も

扁
〟
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
し
っ
か
り
と
意
味
を
理
解
し
て
置
け
ば
、
ネ
扁
か
衤
扁
か
、
書
く
時
に
迷
う
こ
と
は
な

い
は
ず
で
す
。
迷
っ
た
り
、
間
違
え
て
書
く
の
は
、
意
味
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。 

〝
構

か
ま
え

〟
の
と
こ
ろ
の
〝
戈
（
ほ
こ
構
）
〟
と
〝

式

（
し
き
構
）
〟
も
、
と
て
も
よ
く
似
た
形
を
し

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
よ
く
取
り
違
え
て
書
か
れ
る
こ
と
の
多
い
部
首
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
意

戦
 

式
 

包
 



石井式漢字教育革命 第三章 部首による合理的な漢字学習法 

- 23 - 

味
は
大
変
な
違
い
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
違
い
を
よ
く
理
解
し
て
お
け
ば
、
書
き
違
え
る
こ
と
は
な
く

な
り
ま
す
。 

〝

式

（
式
構
）
〟
は
、
地
上
に
立
て
た
目
印
の
た
め
の
木
の
枝
の
形
を
象
っ
た
字
で
す
。
だ
か
ら
、

〝
目
じ
る
し
〟
と
い
う
意
味
の
部
首
で
す
。
た
と
え
ば
、
〝
式
〟
は
、
工
作
の
時
の
〝
目
じ
る
し
〟
で
、

つ
ま
り
〝
お
手
本
〟
で
、
〝
形
式
〟
〝
様
式
〟
な
ど
と
使
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
〝
代
〟
は
、
目
じ
る
し
を

持
っ
た
人
、と
い
う
意
味
の
会
意
字
で
、〝
か
わ
り
〟
だ
と
い
う
し
る
し
を
持
っ
た
人
の
こ
と
で
す
。〝
代

理
〟
〝
代
表
〟
な
ど
と
使
わ
れ
ま
す
。
人
の
〝
か
わ
り
〟
ば
か
り
で
な
く
、
世
の
〝
か
わ
り
〟
の
意
味
に

も
使
わ
れ
、
〝
世
代
〟
〝
古
代
〟
〝
現
代
〟
な
ど
と
も
使
わ
れ
ま
す
。 

〝
戈
（
戈
構

ほ
こ
が
ま
え

）
〟
は
、
武
器
の
象
形
で
す
か
ら
、
武
器
の
意
味
や
戦
争
の
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
〝
我
〟
は
、
〝
手
戈
〟
で
、
手
と
戈
と
の
会
意
字
で
、
手
に
戈
を
取
る
の
は
〝
わ
れ
〟
を
守
る

た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
〝
わ
れ
（
自
分
）
〟
の
意
味
を
表
わ
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
〝
武
〟
は
、
戈 
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と
止
と
の
会
意
字
で
す
が
、
戦 ヽ

争 ヽ

を
防
止 ヽ

す
る
力
が
武
力
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
か
ら
作
ら
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
〝
我
〟
や
〝
武
〟
か
ら
、
武
器
や
戦
争
と
い
う
も
の
は
守
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
攻
め
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
〝
域
〟
は
、
土 ヽ

（
土
地
）
と
口 ヽ

（
人
口
）
と
、
そ
れ
を
守
る
た

め
の
戈 ヽ

（
軍
備
）と
で
作
ら
れ
た
会
意
字
で
す
。一
つ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
土
地
の
意
味
に
使
わ
れ
ま
す
。

〝
地
域
〟
〝
領
域
〟
な
ど
と
使
わ
れ
ま
す
。 

 

形
は
違
っ
て
も
意
味
は
同
じ 

 

ヽ て
ん

や
ノ ぼ

う

一
つ
で
、
意
味
が
大
変
違
う
も
の
が
あ
る
反
面
、
形
は
大
変
違
っ
て
い
な
が
ら
、
意
味
は
全

く
同
じ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
も
、
ま
と
め
て
記
憶
し
て
お
き
ま
す
と
便
利
で
す
。 

た
と
え
ば
、
人
の
意
味
を
表
わ
す
部
首
に
、
〝
人
〟
〝
ク
〟
〝
尸
〟
〝
儿
〟
〝
匕
〟
〝
イ
〟
な
ど
、
い 

  ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。 

〝
見
〟
は
人
と
目
の
会
意
字
で
、
人
は
目
で
物
を
〝
み
る
〟
と
い
う
こ
と
で
〝
み
る
〟
意
味
を
表
わ
し

た
も
の
で
す
。
〝
児
〟
は
兒
の
略
字
で
、
臼
は
頭
の
象
形
で
す
。
頭
の
大
き
い
〝
幼
児
〟
を
表
わ
し
た
も

の
で
す
。 

〝
比
〟
は
、
人
が
二
人
並
ん
だ
形
で
、〝
な
ら
ぶ
〟
意
味
と
〝
く
ら
べ
る
〟
意
味
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
、

す
で
に
述
べ
ま
し
た
。
こ
れ
と
似
た
〝
北
〟
は
、
人
が
二
人
、
背
中
合
わ
せ
に
並
ん
で
い
る
形
で
す
。
そ

れ
で
〝
背
〟
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
た
会
意
字
で
す
。 

こ
の
字
は
、
後
に
、
方
角
の
〝
き
た
〟
を
表
わ
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
区
別
す
る
た
め
に
、

〝
せ
〟 

の
意
味
の
〝
北
〟
に
は
〝
月
（
肉
月
）
〟
を
加
え
て
〝
背
〟
と
し
た
も
の
で
す
。 

〝
北
〟
が
な
ぜ
〝
き
た
〟
の
意
味
に
な
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
人
は
、
太
陽
の
あ
る
南
の
方
が
好
き

で
、
そ
ち
ら
に
向
き
た
が
り
ま
す
。
す
る
と
、
背
の
方
は
〝
き
た
〟
に
な
り
ま
す
の
で
、
背
の
意
味
の
北 
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             と
い
う
字
で
〝
き
た
〟
の
方
角
を
表
わ
す
こ
と
に
し
た
の
で
す
。 

ま
た
、
手
の
意
味
の
部
首
に
、
〝
扌
〟
〝
ナ
〟
〝
又
〟
〝

〟
〝
ョ
”
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

〝
右
〟
は
、
食
べ
物
を
食
べ
る
時
、
口
に
運
ぶ
手
と
い
う
意
味
で
作
ら
れ
た
会
意
字
で
す
。
〝
左
〟
は

線
を
引
く
時
、
定
規
（
工
）
を
持
つ
手
で
す
。
〝
友
〟
は
手
と
手
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
形
で
す
か
ら
、

仲
の
良
い
〝
と
も
だ
ち
〟
を
表
わ
し
た
会
意
字
で
す
。 

〝
雪
〟
は
、
手
の
上
に
載
る
よ
う
に
な
っ
た
雨
、
と
い
う
意
味
の
会
意
字
で
す
。
雨
が
手
の
上
に
載
る

よ
う
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
雨
が
〝
ゆ
き
〟
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
部
首
を
理
解
す
る
と
、
漢
字
の
意
味
が
よ
く
わ
か
り
、
覚
え
や
す
く
、
忘
れ
に
く
い
こ

と
が
わ
か
っ
て
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
漢
字
学
習
法
を
、
体
系
的
・
論
理
的
学
習
法
と
言
い

ま
す
。
幼
児
期
を
過
ぎ
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
学
習
法
で
漢
字
を
学
習
し
な
け
れ
ば
、
苦
労
ば
か
り
多
く
て

効
果
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
一
四
八
ペ
ー
ジ
に
紹
介
し
た
両
書
を
お
す
す
め
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 


